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加賀野菜や石川県で水揚げされる「加
能ガニ」を使った和食、北陸の地酒が
楽しめる金沢市の「日々魚数寄 東木
〈ひびさかなずき とうぼく〉」（28頁）。
山中漆器の椀や九谷焼の酒器など器に
もこだわりが詰まっている

能
登
杜と

う

氏じ

を
擁
す
る
美
酒
の
宝
庫
・
石
川
県
。

酒
造
り
に
適
し
た
寒
冷
な
気
候
、

霊
峰
白
山
を
は
じ
め
と
す
る

山
々
か
ら
の
豊
か
な
水
の
恵
み
が
あ
り
、

た
し
か
な
技
術
を
持
つ
杜
氏
と

蔵
人
の
情
熱
が
注
が
れ
た
酒
は

国
内
外
か
ら
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
か
ら
約
1
年

│
。

被
災
し
た
能
登
の
蔵
は
、

復
興
へ
の
道
を
探
し
な
が
ら

こ
の
冬
も
酒
造
り
を
続
け
て
い
ま
す
。

石
川
県
各
地
を
巡
り
、

酒
造
り
の
〝
今
〞
を
追
い
ま
す
。

文
＝
瀬
戸
内
み
な
み

Seto
uchi M

inam
i

写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika
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飲
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
吟
醸
酒
を
世
に
広
め
た
、

そ
の
立
役
者
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
。

　
能
登
か
ら
南
下
し
て
金
沢
市
へ
、
そ
し
て
さ

ら
に
南
へ
。
小
松
市
観か

な

が

そ

音
下
町ま

ち

に
、
農
口
さ
ん

が
現
在
杜
氏
を
務
め
る
「
農
口
尚
彦
研
究
所
」

が
あ
る
。
酒
蔵
は
2
0
1
7
（
平
成
29
）
年
に

新
築
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
た

経
験
と
知
識
を
も
と
に
農
口
さ
ん
が
基
本
的
な

設
計
を
し
、
合
理
性
と
効
率
、
衛
生
を
追
求
し

た
理
想
の
蔵
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
実
際
に
使

っ
て
い
る
と
さ
ら
に
改
善
点
が
見
つ
か
る
。
飽

く
な
き
追
求
心
が
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。

　
川
を
は
さ
ん
だ
向
か
い
側
に
見
え
る
観
音
山

に
、
黄
色
い
岩
肌
を
見
せ
る
採
石
場
が
切
り
立

つ
。
そ
の
光
景
は
、
荒
々
し
く
も
神こ

う

々ご
う

し
い
。

石
川
県
の
北
端
、
日
本
海
に
突
き
出
し
た

能
登
半
島
の
冬
は
寒
く
、
厳
し
い
。
風

が
吹
き
、
雪
が
降
る
。
農
作
業
や
漁
が
で
き
な

い
そ
の
時
期
、
男
た
ち
は
出
稼
ぎ
に
出
た
。

　
酒
蔵
で
働
く
者
も
多
か
っ
た
。
一
冬
、
蔵
で

集
団
生
活
を
し
な
が
ら
酒
を
造
る
の
だ
。
彼
ら

は
や
が
て
酒
造
技
術
を
蓄
積
し
、
江
戸
時
代
か

ら
「
能
登
衆
」
と
呼
ば
れ
る
技
能
集
団
と
み
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
能
登
は
や
さ
し
や
土
ま
で
も
」
と
い
う
言
葉

の
よ
う
に
、
こ
の
地
で
暮
ら
す
ひ
と
た
ち
の
温

和
で
、
忍
耐
強
い
と
さ
れ
る
気
質
が
、
酒
造
り

に
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
明
治
に
入
っ
て
鉄
道
が
敷
か
れ
る
と
、
能
登

衆
は
遠
く
近
畿
、
東
海
な
ど
、
各
地
へ
請
わ
れ

て
出
か
け
た
。
集
団
を
統
率
す
る
の
が
、
杜
氏

と
呼
ば
れ
る
リ
ー
ダ
ー
だ
。
能
登
出
身
、
ま
た

は
能
登
流
の
酒
造
技
術
を
身
に
つ
け
た
杜
氏
を

「
能
登
杜
氏
」
と
い
う
。
そ
の
流
儀
で
造
る
酒

は
濃
く
、
華
や
か
と
さ
れ
た
。

　
杜
氏
は
ま
た
、
酒
造
り
の
全
責
任
を
一
身
に

負
う
。
酒
は
米
で
造
る
。
米
は
、
財
産
に
も
等

し
い
。
蔵
元
の
財
産
を
預
か
る
杜
氏
が
ひ
と
た

び
造
り
に
失
敗
す
れ
ば
、
そ
の
年
に
も
酒
蔵
が

潰
れ
る
こ
と
が
昔
は
よ
く
あ
っ
た
そ
う
だ
。
な

ぜ
米
と
水
か
ら
酒
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
精
緻

で
複
雑
な
仕
組
み
が
科
学
的
に
解
明
さ
れ
て
い

な
い
頃
は
、
職
人
の
経
験
と
勘
に
頼
る
ほ
か
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
製
造
過
程
で
腐
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
多
く
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
杜
氏
が
夜
逃

げ
を
し
た
り
、
自
死
を
選
ぶ
こ
と
さ
え
あ
っ
た

と
い
う
。

農
口
尚
彦
研
究
所

　
農の

口ぐ
ち

尚
彦
さ
ん
は
1
9
3
2
（
昭
和
7
）
年
、

「
能
登
杜
氏
の
里
」
の
ひ
と
つ
、
珠す

洲ず

郡
内
浦

町
（
現
・
鳳ほ

う

珠す

郡
能
登
町
）
で
生
ま
れ
た
。
祖

父
も
父
も
杜
氏
だ
っ
た
。
農
口
さ
ん
が
中
学
校

卒
業
後
、
16
歳
で
酒
造
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
、

「
宿
命
？
　
そ
う
か
も
し
れ
ん
ね
」

と
笑
う
。
92
歳
の
今
も
酒
造
の
陣
頭
指
揮
を
と

り
、
冬
中
休
む
こ
と
な
く
現
場
に
立
つ
。
こ
れ

ま
で
の
76
年
間
、
一
日
た
り
と
も
酒
の
こ
と
を

考
え
な
い
日
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
28
歳
で
杜
氏
に
な
っ
た
。
米
の
旨
み
と
、
喉

越
し
の
キ
レ
。
農
口
さ
ん
の
造
る
酒
は
美う

味ま

い

と
評
判
に
な
り
、
全
国
新
酒
鑑
評
会
で
立
て
続

け
に
金
賞
を
受
賞
し
た
。
初
め
て
の
金
賞
は
杜

氏
就
任
か
ら
7
年
目
、
以
降
12
年
連
続
を
含
む

通
算
27
回
。
ま
た
近
代
化
の
波
の
な
か
で
消
え

か
け
て
い
た
酒
造
技
術
「
山
廃
仕
込
み
」
を
復

活
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
一
般
に
は

なだらかな山々に囲まれ、季節ごとの山菜が豊富に採れ
るほど自然豊かな場所に立つ農口尚彦研究所

第
一
章

能
登
流
を
受
け
継
ぐ

杜
氏
の
仕
事
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蒸した米に麹菌を振り、麹造りを
行う麹室〈こうじむろ〉。米の状
態を、触れて、見て、温度を細か
く測り見極める農口さん。麹造り
をなにより大切にしている
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やちや
酒造
【加賀鶴】

金沢市

1
5
0
年
前
に
ア
メ
リ
カ
で
作
ら
れ
た
柱

時
計
の
針
が
か
ち
り
と
回
り
、
重
々
し

い
ベ
ル
が
時
刻
を
告
げ
る
。
見
上
げ
る
と
、
屋

根
に
四
角
く
開
け
ら
れ
た
明
か
り
取
り
の
窓
か

ら
青
空
が
の
ぞ
く
。
壁
に
掛
け
ら
れ
た
加
賀
友

禅
の
優
美
な
花
嫁
の
れ
ん
が
、
悠
々
た
る
伝
統

に
華
や
か
さ
を
添
え
て
い
る
。

　
金
沢
市
の
老
舗
「
や
ち
や
酒
造
」
の
併
設
シ

ョ
ッ
プ
を
訪
ね
る
と
、
時
を
超
え
た
こ
ん
な
光

景
に
迎
え
ら
れ
る
。

「
明
か
り
取
り
が
あ
る
の
は
、
こ
の
建
物
が
建

て
ら
れ
た
江
戸
時
代
中
期
に
は
照
明
が
乏
し
か

っ
た
か
ら
で
す
よ
」

と
、
社
長
の
神
谷
昌
利
さ
ん
。
母
屋
・
酒
蔵
と

も
に
築
約
2
5
0
年
。
国
の
有
形
文
化
財
に
も

登
録
さ
れ
て
い
る
。

酒米「百万石乃白」を40パー
セントまで磨き、北陸独自の
金沢酵母で醸した「加賀鶴 純
米大吟醸68号」。やちや酒造
の人気ナンバーワンだ

第
二
章

受
け
継
ぎ
醸
し
続
け
る

石
川
酒
の
未
来

［右］荒っぽく削りだす“ちょんな削り”という独特な表面仕上げの太い梁が印象
的な建築　［中］社長の神谷さんは、酒と水を交互に飲む「和らぎ水」の発案者と
しても知られる　［左］北国街道沿いに立つ。酒蔵見学も実施

26



い
た
か
ら
だ
。
正
月
で
帰
省
し
て
い
る
ひ
と
は
、

当
分
は
出
社
ど
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の

対
応
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
被
害
の
大
き
さ
が
続
々
と
伝
え
ら
れ
る
な
か
、

車
多
酒
造
9
代
目
で
あ
る
専
務
・
車
多
慶
一
郎

さ
ん
は
、
父
の
社
長
・
一
成
さ
ん
の
呟つ

ぶ
や
き
が
耳

か
ら
離
れ
ず
に
い
た
。

「
櫻
田
く
ん
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」

　
そ
の
頃
、
櫻
田
酒
造
社
長
・
櫻
田
博
克
さ
ん

は
避
難
所
で
茫ぼ

う

然ぜ
ん

と
し
て
い
た
。
能
登
半
島
の

先
端
、
珠
洲
市
蛸た

こ

島じ
ま

町ま
ち

で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
が

倒
壊
。
櫻
田
さ
ん
夫
妻
と
両
親
、
長
男
は
全
員

無
事
だ
っ
た
が
、
櫻
田
さ
ん
が
曽
祖
父
の
代
か

ら
受
け
継
ぎ
守
っ
て
き
た
酒
蔵
も
自
宅
も
、
見

る
影
も
な
く
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　
も
う
こ
れ
で
廃
業
だ
。
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、

そ
う
思
っ
た
と
い
う
。
地
元
の
漁
師
町
で
飲
ま

れ
、
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
び
に
、
家
族
だ

け
で
大
事
に
造
り
続
け
て
き
た
酒
だ
っ
た
。

「
櫻
田
く
ん
、
う
ち
の
タ
ン
ク
を
空
け
て
待
っ

と
る
ぞ
」
│
旧
知
の
一
成
さ
ん
か
ら
酒
造
り

令
和
6
年
元
日
、
石
川

県
南
部
・
白
山
市
の

震
度
は
5
弱
。「
天
狗
舞
」

の
蔵
元
、
車し

や

多た

酒
造
で
は
幸

い
損
傷
は
な
か
っ
た
が
、
翌

1
月
2
日
に
は
管
理
職
を
集

め
て
会
議
を
開
い
た
。
杜
氏

を
は
じ
め
、
蔵
人
に
は
震
源

に
近
い
能
登
半
島
出
身
者
も

加賀平野に実る米と霊峰白山の
水の恵みを受けて、江戸の時代
より酒を醸し続けてきた車多酒
造。右から車多一成さん、慶一
郎さん、珠洲市櫻田酒造の蔵元
杜氏・櫻田博克さん

車多酒造
【天狗舞】

白山市
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野
球
カ
ス
テ
ラ
の
登
場
は
、
野
球
が

日
本
で
普
及
し
始
め
た
1
0
0
年
以
上

前
ま
で
遡
さ
か
の
ぼ

る
。
明
治
時
代
、
卵
や
小

麦
、
蜂
蜜
と
い
っ
た
ハ
イ
カ
ラ
な
材
料

を
用
い
た
瓦
か
わ
ら

煎せ
ん

餅べ
い

が
神
戸
で
生
ま
れ
、

旧
居
留
地
に
近
い
煎
餅
店
が
、
流は

行や

り

出
し
た
野
球
に
目
を
付
け
て
、
い
わ
ば

サ
ブ
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
焼
き
始
め
た
と

い
う
。
最
盛
期
に
は
市
内
の
煎
餅
店
の

多
く
で
扱
っ
て
い
た
が
、
阪
神
・
淡
路

大
震
災
の
影
響
な
ど
で
徐
々
に
店
が
減

り
、
現
在
、
野
球
カ
ス
テ
ラ
を
焼
く
店

は
、
市
内
で
8
軒
を
残
す
の
み
だ
。

「
手
焼
き
煎
餅
お
お
た
に
」
は
創
業
1

0
0
年
余
り
の
老
舗
。
3
代
目
の
大
谷

芳よ
し

弘ひ
ろ

さ
ん
は
70
代
半
ば
を
超
え
て
「
そ

ろ
そ
ろ
潮
時
か
な
」
と
こ
ぼ
す
一
方
、

さ
ら
な
る
味
の
改
良
に
余
念
が
な
く
、

「
い
つ
か
、
ド
ジ
ャ
ー
ス
の
大
谷
選
手

に
食
べ
て
も
ら
い
た
い
ね
」
と
語
る
。

実
は
、
野
球
カ
ス
テ
ラ
は
近
年
、
再
び

脚
光
を
浴
び
て
い
る

│
。

　
そ
の
立
役
者
は
志し

方か
た

功
一
さ
ん
。
神

戸
市
役
所
に
勤
め
る
傍
ら
、「
野
球
カ

ス
テ
ラ
愛
好
会
」
を
立
ち
上
げ
て
、
そ

の
魅
力
を
発
信
し
て
き
た＊

。「
お
い
し

い
だ
け
で
な
く
、
大
正
時
代
の
野
球
道

具
を
写
し
た
焼
型
か
ら
は
、
野
球
の
歴

史
が
垣
間
見
え
て
、
奥
が
深
い
ん
で

大
正
時
代
、
神
戸
の
外
国
人
居
留
遊
園
で
盛
ん
だ
っ
た
野
球
を
ヒ
ン
ト
に
生
ま
れ
た
お
菓
子

大
正
時
代
、
神
戸
の
外
国
人
居
留
遊
園
で
盛
ん
だ
っ
た
野
球
を
ヒ
ン
ト
に
生
ま
れ
た
お
菓
子

Vol.084  

「手焼き煎餅おおたに」の野球カステラ。焼きたては外がカリッとしていて中はフワフワ。時間が経つとしっとりした味
わいに。商品を確実に入手するには予約が望ましい。まめに更新しているインスタグラム@ootani453も要チェック
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文
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写
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 H
isashi

第75回

珈琲美美〈びみ〉は、福岡の
コーヒーシーンを牽引した
故・森光宗男さんのお店。
奥様の充子さん（右）が店
とその味を守る
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極
み
の
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム  

《 

福
岡
市 

》

　
仕
事
で
博
多
に
行
っ
た
オ
フ
タ
イ
ム
。
友
人
に

誘
わ
れ
て
、
カ
フ
ェ 

ブ
ラ
ジ
レ
イ
ロ
と
い
う
喫

茶
店
で
食
事
。
少
な
め
サ
イ
ズ
と
あ
る
「
オ
ム
レ

ツ
ラ
イ
ス
A
」
を
注
文
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
つ

い
さ
っ
き
道
端
で
あ
い
さ
つ
さ
れ
た
ご
婦
人
が
お

店
に
入
っ
て
こ
ら
れ
、「
あ
あ
先
ほ
ど
の
…
…
」

と
思
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
の
奥
様
で
し
た
。

　
カ
ウ
ン
タ
ー
席
で
、
お
客
様
と
お
店
の
間
に
立

つ
奥
様
の
つ
つ
が
な
い
振
る
舞
い
が
よ
く
見
え
て
、

う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
オ
ム
レ
ツ
ラ
イ
ス
は
、

た
っ
ぷ
り
の
ト
マ
ト
シ
チ
ュ
ー
（
風
）
の
ソ
ー
ス

に
浮
か
ん
で
、
家
庭
で
は
作
れ
な
い
オ
ム
ラ
イ
ス

に
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　
食
後
は
奥
様
お
す
す
め
の
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム
。

厚
手
の
磁
器
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
、
温
か
い
コ
ー
ヒ

ー
カ
ッ
プ
、
冷
た
い
ポ
ッ
ト
の
ホ
イ
ッ
プ
ク
リ
ー

ム
と
い
う
セ
ッ
ト
で
す
。
コ
ー
ヒ
ー
は
し
っ
か
り

引
き
締
ま
っ
た
ま
ろ
や
か
な
風
味
。
せ
っ
か
く
の

コ
ー
ヒ
ー
が
ク
リ
ー
ム
味
に
な
る
の
が
嫌
で
、
ホ

イ
ッ
プ
ク
リ
ー
ム
を
ス
プ
ー
ン
に
と
り
、
直
に
砂

糖
を
か
け
て
ク
リ
ー
ム
だ
け
食
べ
て
、
ゆ
っ
く
り

コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
っ
て
い
た
ら
、
見
て
い
た
奥
様

が
う
れ
し
そ
う
に
「
お
い
し
い
も
の
を
楽
し
む
か

ら
い
い
の
よ
ね
」
っ
て
。

博
多
は
い
ま
や
、
世
界
レ
ベ
ル
の
バ
リ
ス
タ
や
ロ
ー
ス
タ
ー
を
輩
出
す
る
、
コ
ー
ヒ
ー
ア
ロ
マ
の
香
る
町
な
の
で
す

＊1 アジア歴史資料センターホームページ参照

「
よ
か
っ
た
ら
」
と
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
緑

の
脚
の
グ
ラ
ス
の
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
。
こ
ち
ら
は

ク
リ
ア
な
印
象
が
さ
ら
に
深
ま
り
、
熟
し
た
果
物

の
搾
り
汁
を
い
た
だ
い
た
よ
う
。
最
後
に
ク
リ
ー

ム
を
入
れ
て
楽
し
み
、
コ
ー
ヒ
ー
ラ
ン
チ
の
フ
ル

コ
ー
ス
を
い
た
だ
い
て
、
大
満
足
で
し
た
。
博
多

と
い
う
活
気
に
あ
ふ
れ
た
町
の
せ
い
か
、
お
店
の

人
と
す
ぐ
仲
良
く
な
れ
る
気
が
し
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
コ
ー
ヒ
ー
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た

の
は
江
戸
時
代
で
、
本
格
的
に
輸
入
が
始
ま
る
の

は
1
8
6
6
（
慶
応
2
）
年
。
1
9
0
8
（
明
治

41
）
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
政
府
か
ら

の
70
キ
ロ
入
り
7
1
2
5
袋
の
3
年
間
無
償
供
与

の
申
し
出
に
、
砂
糖
の
消
費
拡
大
の
好
機
と
、
許

可
を
出
し
た
の
が
大
隈
重
信
で
し
た＊

。
1

　
も
し
か
し
た
ら
福
岡
の
喫
茶
文
化
で
原
稿
を
ま

と
め
ら
れ
る
か
な
と
思
っ
て
、「
ひ
と
と
き
」
編

集
部
に
相
談
し
た
ら
、
素
早
く
調
べ
て
く
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
2
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
、
福
岡
の

コ
ー
ヒ
ー
文
化
の
取
材
が
実
現
し
ま
し
た
。

　
奥
様
の
お
名
前
は
中
村
久
美
子
さ
ん
。「
ブ
ラ

ジ
レ
イ
ロ
」
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
男
性
の
こ
と
。
1

どい よしはる／1957年、大阪府生まれ。
料理研究家、十文字学園女子大学副学
長。NHK「きょうの料理」に出演。『一
汁一菜でよいという提案』（新潮社）、当
連載をまとめた『おいしいもんには理
由がある』（ウェッジ）など著書多数。

福岡城跡の南に位置し、赤レンガ貼り
のレトロな外観が目を引く珈琲美美。
大きな窓には古い焙煎機がディスプレ
イされており、足を止めて眺める通行
人も少なくない。店の右隣は日本民藝
協会の機関誌「民藝」編集長もつとめ
る高木崇雄さんの「工藝風向〈ふうこ
う〉」という工芸店で、現代作家の上質
な焼き物や木工品などが揃う。コーヒ
ーを楽しんだ後に寄ってみてはいかが

カ
フ
ェ 
ブ
ラ
ジ
レ
イ
ロ
再
訪
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